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は
じ
め
に

聖
武
朝
初
期
の
宮
廷
歌
人
の
一
人
で
あ
っ
た
山
部
赤
人
は
、
そ
の

詠
風
か
ら
時
に
「
叙
景
歌
人
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
若
し
く
は
、
同

じ
こ
と
で
は
あ
る
が
、
赤
人
の
歌
を
解
釈
す
る
際
、「
叙
景
」
と
い
う

言
葉
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
。
勿
論
、
赤
人
歌
は
こ
の
術
語

で
説
明
し
尽
く
せ
る
訳
で
は
な
く
、
更
に
近
年
で
は
そ
の
内
実
を
よ

り
詳
細
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
論
考
が
出
て
き
て
い
る
。

赤
人
の
作
品
は
行
幸
従
駕
歌
や
旅
の
歌
が
大
半
を
占
め
る
が
、
幾

分
私
的
な
場
で
詠
ま
れ
た
と
覚
し
い
歌
も
存
す
る
。
だ
が
、
後
者
の

作
品
の
多
く
が
「
叙
景
」
と
い
う
概
念
か
ら
は
隔
た
っ
た
表
現
性
を

示
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
良
い
。
か
か
る
表
現
性
と
は
何
か

と
言
う
に
、
描
き
出
さ
れ
た
景
が
時
間
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
赤
人
歌
の
特
徴
と
し
て
知
ら
れ
る
叙
景
性
と
こ

の
時
間
性
と
は
決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
実
は
極
め
て
近

し
く
、
一
つ
の
表
現
意
図
が
別
個
に
結
実
し
た
結
果
、
時
間
性
又
は

叙
景
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
『
万
葉
集
』
巻
八
に
収
め
ら
れ
た
赤
人
の
春
の
歌
四
首
を

中
心
に
採
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
通
し
て
赤
人
作
歌
の
表
現
性

の
本
質
を
探
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。

一
　
　

山や
ま
べ
の部

宿す
く

祢ね

赤あ
か
ひ
と人

の
歌う
た

四
首）

1
（

Ａ　

春は
る

の 
野の

に
す
み
れ
摘つ

み
に
と
来こ

し
我わ
れ

そ
野の

を
な
つ
か
し
み

一ひ
と

夜よ

ね寝
に
け
る 

（
８
・
一
四
二
四
）

山
部
赤
人
の
作
歌
精
神

―
『
万
葉
集
』
巻
八
・
春
の
歌
四
首
を
中
心
に

―

鈴
木　

崇
大
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Ｂ　

あ
し 

ひ
き
の
山や
ま

桜さ
く
ら

花ば
な

日ひ

並な
ら

べ
て
か
く
咲さ

き
た
ら
ば
は
だ

恋こ

ひ
め
や
も 

（
８
・
一
四
二
五
）

Ｃ　

我わ

が 

背せ

こ子
に
見み

せ
む
と
思お
も

ひ
し
梅う
め

の
花は
な

そ
れ
と
も
見み

え
ず

雪ゆ
き

の
降ふ

れ
れ
ば 

（
８
・
一
四
二
六
）

Ｄ　

明あ

す日 
よ
り
は
若わ
か
な菜
摘つ

ま
む
と
標し

め
し
野の

に
昨き
の
ふ日
も
今け

ふ日
も

雪ゆ
き

は
降ふ

り
つ
つ 

（
８
・
一
四
二
七
）

当
該
歌
群
を
考
察
す
る
際
、
四
首
に
構
成
を
認
め
る
か
否
か
が
問

題
と
な
っ
て
き
た
。
諸
説
を
確
認
し
て
お
く
。
清
水
克
彦
氏
は
、
Ａ

・
Ｂ
が
男
性
の
立
場
で
春
に
対
す
る
賞
賛
の
心
を
、
Ｃ
・
Ｄ
が
女
性

の
立
場
で
嘆
息
の
心
を
詠
み
、
男
女
唱
和
の
構
造
を
持
つ
と
の
説
を

出
し
た）

2
（

。
伊
藤
博
氏
は
そ
れ
を
発
展
さ
せ
、
渡
瀬
昌
忠
氏
の
説
を
援

用
し
、
当
該
歌
群
は
巻
四
に
収
め
ら
れ
た
人
麻
呂
の
歌
四
首
（
４
・

四
九
六
〜
四
九
九
）
と
同
じ
「
波
紋
型
構
造
」
の
構
成
を
持
っ
て
お
り
、

「
野
遊
び
の
宴
」
に
て
誦
詠
さ
れ
た
赤
人
作
の
「
台
本
」
で
あ
っ
た

ろ
う
と
し
た）

3
（

。
又
、
桜
井
満
氏
は
、「
四
首
が
起
承
転
結
の
法
に
か
な

っ
た
結
構
を
も
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
全
て
女
性
の
立
場
か
ら
の
作

で
あ
る
と
し
て
い
る）

4
（

。
平
舘
英
子
氏
は
、Ａ
・
Ｂ
を
「
聖
な
る
時
間
」

「
円
環
的
時
間
」、
Ｃ
・
Ｄ
を
「
日
常
の
時
間
」「
直
線
的
時
間
」
と

い
う
対
比
意
識
に
基
づ
く
構
成
で
あ
る
と
し
た）

5
（

。
井
手
至
氏
は
、
伊

藤
氏
と
同
じ
く
「
波
紋
型
構
造
」
を
認
め
る
も
の
の
、
そ
れ
は
巻
八

編
者
の
手
に
成
る
と
す
る）

6
（

。
井
上
さ
や
か
氏
は
、
当
該
歌
群
四
首
は

同
一
時
に
詠
作
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
赤
人
の
構
成
で
も
な

く
、
巻
八
編
者
の
「
家
持
が
〝
物
色
〞
意
識
に
か
な
う
四
首
を
ひ
と

ま
と
ま
り
の
歌
群
と
し
て
選
択
し
提
示
し
た
」
と
述
べ
る）

7
（

。

稿
者
は
当
該
歌
群
に
構
成
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
が
、
そ
れ
は
赤

人
の
意
図
で
は
な
く
、
井
手
氏
・
井
上
氏
と
同
じ
く
巻
八
編
者
が
纏

め
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
当
該
歌
群
の
作
中
主
体
の
性
に

も
関
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
歌
の
分
析
の
後
に
再
び
改
め

て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。　

先
ず
は
Ａ
に
就
い
て
調
べ
よ
う
。
こ
れ
は
特
に
平
安
人
士
に
愛
好

さ
れ
た
歌
で
あ
り
、『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
古
注
部
分
や
『
源
氏

物
語
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
解
釈
上
の
問
題
点
は
、「
す
み
れ
」

を
摘
む
こ
と
の
目
的
と
、
そ
の
作
中
主
体
が
男
性
か
女
性
か
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。

春
に
植
物
を
摘
む
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
は
Ａ
・
Ｄ
を
含
め
集
中
十
四

首）
8
（

。
内
十
首
は
女
性
が
摘
む
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外

の
例
を
掲
げ
る
。

妻つ
ま

も
あ
ら
ば
摘つ

み
て
食た

げ
ま
し
佐さ

み美
の
山や
ま

野の

の
上へ

の
う
は
ぎ
過す

ぎ
に
け
ら
ず
や 

（
２
・
二
二
一
）

国く
に
す栖
ら
が
春は
る

菜な

摘つ

む
ら
む
司し

ま馬
の
野の

の
し
ば
し
ば
君き
み

を
思お
も

ふ
こ

の
こ
ろ 

（
10
・
一
九
一
九
）

あ
か
ね
さ
す
昼ひ
る

は
田た

た賜
び
て
ぬ
ば
た
ま
の
夜よ
る

の
暇い
と
ま

に
摘つ

め
る



－19－

芹せ
り

こ
れ 

（
20
・
四
四
五
五
）

ま
す
ら
を
と
思お
も

へ
る
も
の
を
太た

刀ち

佩は

き
て
蟹か
に

幡は

の
田た

居ゐ

に
芹せ
り

そ

摘つ

み
け
る 

（
20
・
四
四
五
六
）

但
し
二
二
一
は
女
性
（
妻
）
と
共
に
「
う
は
ぎ
」
を
摘
む
と
し
て

お
り
、
一
九
一
九
は
序
歌
だ
が
、「
国
栖
」
と
あ
る
の
み
で
そ
れ
が
女

性
の
可
能
性
が
あ
る
。
又
、
三
九
六
九
を
含
む
歌
群
は
Ｂ
や
Ｄ
を
、

三
九
七
三
は
Ａ
を
下
敷
き
に
し
た
歌
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
作
者

の
家
持
・
池
主
に
と
っ
て
、恐
ら
く
は
そ
れ
以
上
、こ
の
時
代
の
人
々

に
と
っ
て
若
菜
摘
み
は
女
性
が
行
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
一

般
的
で
あ
り
、
実
際
は
男
性
も
行
っ
た
と
は
言
え
、
和
歌
表
現
で
は

女
性
の
行
事
・
行
為
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
と
覚
し

い
。
四
四
五
五
・
四
四
五
六
は
葛
城
王
と
薩
妙
観
命
婦
と
の
贈
答
だ

が
、
両
者
の
軽
妙
な
応
酬
も
か
か
る
観
念
が
土
台
に
あ
れ
ば
こ
そ
可

能
で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

だ
が
、「
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
寝
に
け
る
」が
障
碍
と
な
る
。「
な

つ
か
し
」
は
、
集
中
十
九
例
見
出
さ
れ
る
が
そ
の
主
体
は
男
性
が
殆

ど
で
あ
り
（
女
性
の
例
は
一
例
）、
相
聞
的
な
情
調
を
孕
ん
だ
言
葉
で

あ
る
。
加
え
て
、或
る
場
所
を
訪
れ
そ
こ
に
宿
る
と
い
う
こ
と
自
体
、

極
め
て
男
性
的
な
行
為
に
他
な
ら
ず
、更
に
言
え
ば
こ
の
表
現
に
は
、

神
の
訪
問
と
い
う
観
念）

9
（

が
、
前
面
に
は
出
て
い
な
い
な
が
ら
遠
く
響

い
て
い
る
筈
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、『
和
歌
童
蒙
抄
』
は

「
菫
を
女
に
比
し
て
、
紫
の
色
な
つ
か
し
き
な
ど
よ
め
る
也
」
と
述

べ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
女
性
が
野
に
出
か
け
て
い
っ
て
宿
る

と
い
う
こ
と
は
想
定
し
難
い
。
確
か
に
、

し
か
と
あ
ら
ぬ
五い

百ほ

代し
ろ

小を

田だ

を
刈か

り
乱み
だ

り
田た

廬ぶ
せ

に
居を

れ
ば
都み
や
こ

し
思お
も

ほ
ゆ 

（
８
・
一
五
九
二
）

の
よ
う
な
例
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
農
作
業
の
一
環
と
し
て
「
田
廬
」

に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
当
該
歌
と
は
状
況
が
異
な

る
。こ

の
捻
れ
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
か
。
単
純
に
、
男
性
も
若

菜
摘
み
を
し
た
、
か
か
る
例
が
集
中
に
極
め
て
少
な
い
だ
け
で
あ
る

と
処
理
し
て
良
い
か
。
こ
こ
で
は
岡
田
喜
久
男
氏
の
説
が
参
考
に
な

る
。

即
ち
本
来
「
す
み
れ
摘
み
」
は
女
性
の
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、

男
が
そ
の
為
に
野
に
来
る
事
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
だ
か
ら
こ

そ
赤
人
は
大
胆
に
「
す
み
れ
摘
み
に
」
来
た
と
歌
っ
た
の
で
あ

る
。
男
性
に
あ
る
ま
じ
き
振
舞
い
を
歌
う
こ
と
で
虚
構
の
世
界

を
造
り
あ
げ
た
の
で
あ
る）
10
（

。

稿
者
も
こ
の
作
中
主
体
は
男
性
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の

解
決
策
と
し
て
第
三
句
の
「
我
そ
」
が
独
特
の
意
味
を
担
っ
て
い
る

と
見
る
。
即
ち
、「（
女
性
が
行
う
べ
き
）
春
の
若
菜
摘
み
に
、（
男
性
で
あ

る
）
私
が
や
っ
て
来
た
と
こ
ろ
…
…
」、
と
い
う
口
吻
が
こ
こ
に
は
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認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
「
我
」
は
「
野
を
な
つ
か
し
み

一
夜
寝
」
て
し
ま
う
存
在
で
あ
る
。「
我
」
が
男
性
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

か
か
る
行
為
／
表
現
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
逆
か
ら
言

え
ば
、「
我
そ
」
と
主
体
を
明
確
化
す
る
こ
と
、
こ
の
「
我
」
と
い
う

作
中
主
体
を
自
己
＝
男
性
官
人
赤
人
に
殆
ど
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と

で
、こ
の
行
為
／
表
現
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
殆
ど
」
と
微
妙
な
言
い
方
を
し
た
の
は
、
赤
人
が
実
際
に
野
に
宿

っ
た
か
否
か
が
問
題
で
は
な
く
、
春
の
野
の
素
晴
ら
し
さ
を
述
べ
る

為
に
か
か
る
表
現
を
選
ん
だ
と
い
う
点
を
重
視
し
た
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
藤
信
義
氏
が
、

こ
の
す
み
れ
つ
み
の
野
遊
び
も
「
思
ふ
ど
ち
」
集
う
た
場
な
の

で
あ
る
。「
わ
れ
」
と
発
声
し
「
わ
が
せ
こ
」
と
発
声
す
る
こ

と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
こ
の
遊
び
の
中
で
の
要
請
を
受
け

て
歌
う
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は

歌
人
が
、
自
己
を
し
て
他
者
の
代
弁
者
た
る
作
歌
の
場
に
据
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
構
の
「
わ
れ
」
を
可
能
に
す
る
営
み
が

拓
か
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か）
11
（

。

と
述
べ
た
よ
う
に
、
歌
が
詠
ま
れ
た
場
の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
筈

で
あ
る
。「
一
夜
寝
に
け
る
」
に
は
「
一
夜
宿
っ
て
し
ま
っ
た
」
と

い
う
よ
う
な
驚
き
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
作
中
主
体
の
意
志
を

超
え
た
力
が
働
い
た
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
我
」
と
い
う

作
中
主
体
が
か
か
る
力
を
感
得
す
る
感
性
を
備
え
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
そ
の
感
性
は「
風
流
」と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た）
12
（

。「
す

み
れ
」
は
、
諸
注
釈
書
が
『
和
名
抄
』
を
引
き
つ
つ
指
摘
す
る
よ
う

に
元
来
は
食
用
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
「
野
」
が
「
な
つ
か

し
」
く
思
わ
れ
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
的
な
意
図
も
多
分
に

含
ん
で
い
た
春
の
行
楽
行
事
が
、「
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
寝
に
け

る
」
と
詠
ま
れ
た
こ
と
で
風
流
韻
事
へ
と
位
相
を
変
じ
、遡
っ
て
「
す

み
れ
」
が
そ
れ
を
可
能
と
す
る
景
物
へ
と
転
生
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
赤
人
が
風
流
な
人
間
を
演
じ
た
こ
と
、
そ
の

演
者
と
し
て
「
我
」
は
定
位
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
場

に
供
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
の
演
技
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う）
13
（

。
二

Ｂ
は
「
山
桜
花
」
を
賞
美
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
例
え
ば
「
見
れ

ど
飽
か
ぬ
」
等
の
よ
う
な
直
截
性
を
持
た
ず
、
実
際
に
は
あ
り
得
な

い
事
態
（「
日
並
べ
て
か
く
咲
」
く
）
を
想
定
し
た
後
に
そ
の
価
値
を

否
定
す
る
こ
と
で
、
自
ら
に
現
実
の
肯
定
を
導
き
出
す
と
い
う
屈
折

し
た
構
成
を
示
し
て
い
る
。

第
四
句
目
「
か
く
」
は
桜
が
実
際
に
見
え
る
こ
と
を
表
し
て
い
る

が
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
言
葉
は
場
に
あ
る
人
々
に
対
し
眼
前
の
景
を
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強
調
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
皆
が
共
有
し
て
い

る
景
の
素
晴
ら
し
さ
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
「
は
だ
恋
ひ
め
や
も
」
と
詠
む
時
、そ
れ
は
自
問
自
答
で
は
な
く
、

皆
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
相
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
に

な
る
。
場
の
人
々
に
と
っ
て
、
咲
き
誇
る
桜
は
見
逃
し
よ
う
も
な
い

程
の
景
で
あ
り
、
寧
ろ
そ
の
景
が
一
同
の
意
識
の
焦
点
で
あ
っ
た
ろ

う
。
そ
れ
を
和
歌
の
詠
作
披
露
に
よ
っ
て
、
場
の
一
体
感
を
確
認
す

る
こ
と
が
赤
人
に
は
求
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
場

の
要
請
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

場
と
述
べ
た
が
、
稿
者
は
、
Ａ
・
Ｂ
両
歌
は
同
じ
時
点
に
於
い
て

詠
ま
れ
た
歌
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
官
人
達
が
連
れ
立

っ
て
春
の
野
遊
び
に
出
て
来
た
折
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
赤
人
は
、
何

時
か
の
或
る
春
の
日
に
「
す
み
れ
」
が
な
つ
か
し
い
余
り
こ
こ
で
一

夜
寝
て
し
ま
っ
た
と
い
う
体
験
を
披
露
し
（
前
節
で
も
述
べ
た
が
、
そ

れ
が
赤
人
の
実
体
験
で
あ
る
必
要
は
な
い
）、
続
い
て
現
在
の
眼
前
の
景

を
詠
む
。
こ
の
Ｂ
に
は
「
日
並
べ
て
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
が
、

こ
れ
は
Ａ
の
「
一
夜
」
と
時
間
的
な
部
分
に
於
い
て
関
連
を
持
つ
。

も
し
Ａ
が
、
例
え
ば
幾
晩
に
も
渡
っ
て
宿
り
続
け
た
と
述
べ
た
も
の

で
あ
っ
た
な
ら
、
Ｂ
の
、
桜
が
幾
日
も
咲
き
続
け
た
な
ら
ば
恋
い
慕

う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
主
旨
と
は
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
春
の

時
は
短
い
か
ら
こ
そ
良
い
の
だ
、
と
い
う
思
想
が
両
歌
に
通
底
し
て

お
り
、
Ａ
・
Ｂ
は
そ
れ
を
両
様
に
表
現
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

Ａ
の
「
す
み
れ
」
は
現
在
官
人
達
が
居
る
野
に
嘗
て
咲
い
て
い
た

の
で
あ
り
、
一
方
、
Ｂ
の
「
桜
」
は
現
実
に
目
睹
さ
れ
て
い
る
。
即

ち
、
近
景
は
想
像
の
内
に
於
い
て
「
す
み
れ
」
に
彩
ら
れ
、
遠
景
に

は
現
実
の
「
桜
」
が
咲
き
誇
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
野
全
体

が
想
像
の
近
景
と
現
実
の
遠
景
と
で
全
円
的
に
賞
美
さ
れ
、
延
い
て

は
そ
の
場
所
を
選
ん
だ
野
遊
び
の
、
そ
の
機
会
と
場
を
も
褒
め
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

Ａ
・
Ｂ
が
同
時
の
作
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
Ａ
に
於
け
る
情
調

は
Ｂ
に
於
い
て
明
確
に
「
恋
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
赤
人

は
、
こ
の
「
恋
」
と
い
う
言
葉
を
自
然
の
景
や
物
象
に
対
し
て
用
い

る
傾
向
が
あ
っ
た
。

明あ

す

か
日
香
川が
は

川か
は

淀よ
ど

さ
ら
ず
立た

つ
霧き
り

の
思お
も

ひ
過す

ぐ
べ
き
恋こ
ひ

に
あ
ら
な

く
に 

（
３
・
三
二
五
）

恋こ
ひ

し
け
ば
形か
た
み見

に
せ
む
と
我わ

が
屋や

ど戸
に
植う

ゑ
し
藤ふ
ぢ

波な
み

今い
ま

咲さ

き
に

け
り 

（
８
・
一
四
七
一）
14
（

）

こ
こ
で
は
三
二
四
の
反
歌
で
あ
る
三
二
五
が
注
目
さ
れ
る
。
長
歌

（
３
・
三
二
四
）
で
は
神
南
備
山
に
登
っ
て
明
日
香
の
旧
都
を
眺
め
、

そ
こ
を
歎
き
つ
つ
誉
め
称
え
、「
哭ね

の
み
し
泣な

か
ゆ
古
い
に
し
へ

思お
も

へ
ば
」
と

歌
い
収
め
て
い
る
。
泣
く
程
ま
で
の
感
動
に
捕
ら
わ
れ
た
己
が
心
の

様
を
反
歌
の
三
二
五
で
「
恋
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ａ
・
Ｂ
も
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三
二
四
・
三
二
五
と
同
じ
関
係
を
持
つ
。
即
ち
、
Ａ
で
表
出
さ
れ
た

情
調
、「
一
夜
寝
に
け
る
」
と
我
な
が
ら
驚
か
さ
れ
た
心
、
春
の
野
に

惹
き
付
け
ら
れ
た
己
が
心
の
様
を
Ｂ
で
「
恋
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。「
恋
」
と
は
多
田
一
臣
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
対
象
に
吸

引
さ
れ
、支
配
さ
れ
る
魂
の
状
態
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば）
15
（

」
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
て
そ
れ
は
、
春
の
景
の
中
に
あ
っ
て
興
奮
に
も
似
た
感
覚
を

覚
え
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
も
、
そ
の
感
覚
が
言
語
化
さ
れ
た
こ
と

で
恰
も
解
決
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
な
効
果
を
齎
し
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
点
に
於
い
て
も
、
Ａ
と
Ｂ
と
は
同
じ
機
会
に
て
詠
ま
れ
た
歌
で

あ
る
と
言
い
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）
16
（

。

Ｂ
は
当
該
歌
群
の
中
で
は
評
価
が
低
く
、
中
に
は
「
失
敗
作
」
と

ま
で
言
い
切
っ
て
し
ま
う
論
も
あ
る）
17
（

。
し
か
し
こ
れ
を
実
際
に
詠
作

披
露
さ
れ
た
場
に
還
元
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
Ａ
と
密
接
な
関
係
を

有
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
Ｂ
の
屈
折
し
た
詠
み

ぶ
り
は
、
Ａ
に
述
べ
ら
れ
た
思
想
を
裏
側
か
ら
補
完
す
る
役
割
を
担

わ
さ
れ
て
い
た
以
上
、
必
然
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
Ｃ
も
、
第
一
句
の
「
我
が
背
子
」
か
ら
作
中
主
体
の
性
が
問
題
と

さ
れ
て
き
た
。『
代
匠
記
』の
み「
妻
を
さ
し
て
赤
人
の
よ
め
る
な
り
」

と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
赤
人
が
女
性
の
立
場
で
詠
ん
だ
と
す

る
説
と
親
し
い
男
性
同
士
で
こ
の
言
葉
を
用
い
た
と
す
る
説
と
に
二

分
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
我
が
背
子
」
と
い
う
言
葉
を
男
性
が
用
い

た
と
明
確
に
知
ら
れ
る
例
を
幾
つ
か
引
い
て
お
く
。

沖お
き

つ
波な
み

辺へ

波な
み

立た

つ
と
も
我わ

が
背せ

こ子
が
御み
ふ
ね船

の
泊と

ま
り
波な
み

立た

た
め

や
も 

（
３
・
二
四
七
）

我わ

が
背せ

こ子
が
跡あ
と

踏ふ

み
求も
と

め
追お

ひ
行ゆ

か
ば
紀き伊
の
関せ
き
も
り守

い
留と
ど

め
て

む
か
も 

（
４
・
五
四
五
）

言こ
と

問と

は
ぬ
木き

に
も
あ
り
と
も
我わ

が
背せ

子こ

が
手た

馴な

れ
の
み
琴こ
と

地つ
ち

に

置お

か
め
や
も 

（
５
・
八
一
二
）

我わ

が
背せ

こ子
と
二ふ
た
り人
し
居を

れ
ば
山や
ま
だ
か高
み
里さ
と

に
は
月つ
き

は
照て

ら
ず
と
も

よ
し 

（
６
・
一
〇
三
九
）

我わ

が
背せ

こ子
が
屋や

ど戸
の
橘
た
ち
ば
な

花は
な

を
よ
み
鳴な

く
霍ほ
と
と
ぎ
す

公
鳥
見み

に
そ
我わ

が

来こ

し 

（
８
・
一
四
八
三
）

我わ

が
背せ

こ子
を
い
つ
そ
今い
ま

か
と
待ま

つ
な
へ
に
面お
も

や
は
見み

え
む
秋あ
き

の

風か
ぜ

吹ふ

く 

（
８
・
一
五
三
五
）

我わ

が
背せ

こ子
に
恋こ

ひ
す
べ
な
が
り
葦あ
し
か
き垣

の
外ほ
か

に
嘆な
げ

か
ふ
我あ
れ

し
悲か
な

し

も 

（
17
・
三
九
七
五
）

我わ

が
背せ

こ子
は
玉た
ま

に
も
が
も
な
霍ほ
と
と
ぎ
す

公
鳥
声こ
ゑ

に
あ
へ
貫ぬ

き
手て

に
巻ま

き

て
行ゆ

か
む 

（
17
・
四
〇
〇
七
）

紫あ
ぢ
さ
ゐ

陽
花
の
八や

重へ

咲さ

く
ご
と
く
八や

つ
代よ

に
を
い
ま
せ
我わ

が
背せ

こ子
見み

つ
つ
偲し
の

は
む 

（
20
・
四
四
四
八
）
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森
朝
男
氏
は
、「
万
葉
集
後
期
の
男
同
士
の
交
友
の
場
（
宴
）
で
は
、

自
分
を
女
の
立
場
に
置
い
て
、
互
い
に
、
あ
た
か
も
恋
人
に
声
を
掛

け
あ
う
よ
う
に
、「
我
が
背
子
」
と
呼
び
合
う
の
を
慣
例
と
す
る）
18
（

」
と

述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
は
細
か
く
見
れ
ば
更
に
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大

別
出
来
る
。
第
一
は
、
歌
を
送
る
相
手
を
讃
美
す
る
性
質
の
も
の
。

二
四
七
・
一
〇
三
九
・
一
四
八
三
・
四
四
四
八
が
そ
れ
で
あ
る
。
第

二
は
、
ほ
ぼ
第
一
に
準
じ
る
が
、
更
に
詠
み
手
と
受
け
手
の
関
係
が

特
別
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
こ
の
中
に
は
漢
詩

文
＝
文
雅
の
世
界
で
の
交
友
を
意
識
し
た
歌
も
含
ま
れ
よ
う
。即
ち
、

こ
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
彼
我
両
者
は
（
日
常
の
世
界
で

は
な
い
）
文
雅
の
世
界
に
於
い
て
人
間
関
係
の
最
も
親
密
な
型
で
あ

る
恋
愛
関
係
に
擬
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
八
一
二
・
三
九
七
五
・
四
〇

〇
七
は
漢
文
序
を
持
つ
歌
群
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
女
性

を
演
じ
て
相
聞
の
情
そ
れ
自
体
を
主
題
と
す
る
も
の
。
五
四
五
・
一

五
三
五
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
一
及
び
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
歌
を
送
る

相
手
を
讃
称
す
る
と
い
う
点
に
於
い
て
共
通
す
る
が
、
翻
っ
て
Ｃ
は

ど
う
か
と
言
う
に
か
か
る
要
素
は
極
め
て
稀
薄
で
あ
る
。
な
ら
ば
、

必
然
的
に
Ｃ
は
第
三
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
蓋
然
性
が
高
く
な
る
。

Ｃ
と
同
じ
く
巻
八
に
収
め
ら
れ
、
中
国
の
閨
怨
詩
を
和
歌
に
翻
案
し

た
と
覚
し
い
一
五
三
五
も
、
内
容
は
相
聞
で
あ
り
な
が
ら
秋
の
雑
歌

に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
Ｃ
と
共
通
点
を
持
つ
。

Ｃ
の
内
容
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
作
中
主
体
は
何
処
に
居

る
か
。
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
梅
は
奈
良
朝
に
な
っ
て
大
陸
よ
り

舶
来
し
た
植
物
で
あ
り
、そ
れ
は
主
に
貴
族
の
邸
宅
に
植
え
ら
れ
た
。

な
ら
ば
「
我
が
背
子
に
見
せ
む
と
思
ひ
し
梅
の
花
」
は
、「
我
」
の
屋

戸
に
植
わ
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。つ
ま
り
作
中
主
体
は
自
邸
に
居
る
。

そ
れ
で
は
、「
我
が
背
子
」
は
自
邸
に
訪
れ
て
き
て
い
る
か
。
こ
こ
で

参
考
に
な
る
の
が
上
に
引
い
た
一
〇
三
九
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
は

男
性
の
作
で
あ
る
が
、「
我
が
背
子
と
二
人
し
を
れ
ば
」
月
は
照
ら
な

く
と
も
良
い
、
即
ち
「
我
が
背
子
」
と
共
に
居
る
な
ら
佳
景
は
二
の

次
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

我わ

が
背せ

こ子
と
二ふ
た
り人

見み

ま
せ
ば
い
く
ば
く
か
こ
の
降ふ

る
雪ゆ
き

の
う
れ

し
か
ら
ま
し 

（
８
・
一
六
五
八
）

桜さ
く
ら

花ば
な

今い
ま

そ
盛さ
か

り
と
人ひ
と

は
言い

へ
ど
我わ
れ

は
さ
ぶ
し
も
君き
み

と
し
あ
ら

ね
ば 

（
18
・
四
〇
七
四
）

一
六
五
八
は
、「
我
が
背
子
（
聖
武
）」
と
二
人
で
あ
っ
た
な
ら
雪

の
降
る
こ
の
景
色
を
眺
め
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
か
嬉
し
い
で
し
ょ
う

の
に
と
言
う
。
四
〇
七
四
は
一
〇
三
九
と
は
逆
の
事
態
、
つ
ま
り
、

佳
景
を
知
ら
さ
れ
な
が
ら
「
君
」
が
居
な
い
故
に
「
さ
ぶ
し
」
と
言

う
。
四
〇
七
四
は
男
の
歌
だ
が
、
両
歌
、
発
想
と
し
て
は
Ｃ
と
等
し

い
こ
と
が
分
か
る
。
従
っ
て
Ｃ
で
も
作
中
主
体
は
「
我
が
背
子
」
と

共
に
居
な
い
と
見
て
お
く
。
な
ら
ば
、「
我
が
背
子
」
に
「
梅
の
花
」
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を
見
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
二
重
の
意
味
を
持
つ
。
即
ち
、
梅

は
雪
に
紛
れ
て
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
以
上
に
、「
我
が
背
子
」
が
作

中
主
体
の
居
る
場
所
＝
自
邸
に
い
な
い
が
故
に
そ
れ
を
見
せ
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
。
同
様
に
「
雪
は
降
り
つ
つ
」
に

滲
む
嘆
き
は
、
梅
を
見
分
け
ら
れ
な
い
と
い
う
嘆
き
以
上
に
、「
我
が

背
子
」
の
訪
れ
が
な
い
と
い
う
嘆
き
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
だ
が
、
当

該
歌
に
は
直
截
的
な
心
情
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
赤
人
の
作

歌
精
神
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
後
に
述
べ
る
。

諸
注
釈
書
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
雪
と
梅
と
を
見
紛
え
る
と
い

う
こ
と
は
（
梅
は
白
梅
で
あ
る
と
し
て
も
）
実
際
に
は
考
え
難
い
。
そ

れ
を
敢
え
て
「
そ
れ
と
も
見
え
ず
」
と
表
現
す
る
点
に
雪
と
梅
と
を

取
り
合
わ
せ
た
歌
の
眼
目
が
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
漢
詩
文
の
発

想
に
基
づ
く
文
雅
の
実
践
で
あ
っ
た
ろ
う
。
且
つ
相
聞
的
情
調
を
含

ん
だ
「
我
が
背
子
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

は
一
五
三
五
と
同
じ
く
閨
怨
詩
を
意
識
し
、
宴
等
の
参
会
者
に
供
さ

れ
た
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
Ｄ
も
雪
を
主
題
に
据
え
た
一
首
。
こ
れ
も
若
菜
摘
み
を
詠
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
、
作
中
主
体
は
女
性
と
見
て
お
き
た
い
。

「
明
日
」「
昨
日
」「
今
日
」
と
い
う
よ
う
に
言
葉
を
並
べ
た
点
は
、

諸
注
指
摘
す
る
よ
う
に
意
識
的
な
技
巧
で
あ
ろ
う
。
集
中
か
ら
、「
昨

日
」「
今
日
」、
又
は
「
今
日
」「
明
日
」
等
と
日
を
並
べ
た
歌
を
調

べ
る
と
概
ね
二
つ
の
意
味
を
持
つ
事
が
分
か
る
。

は
し
き
や
し
栄さ
か

え
し
君き
み

の
い
ま
し
せ
ば
昨き

の
ふ日

も
今け

ふ日
も
我わ

を
召め

さ
ま
し
を 

（
３
・
四
五
四
）

昨き
の
ふ日

今け

ふ日
君き
み

に
逢あ

は
ず
て
す
る
す
べ
の
た
ど
き
を
知し

ら
に
哭ね

の

み
し
そ
泣な

く 

（
15
・
三
七
七
七
）

恋こ

ひ
つ
つ
も
今け

ふ日
は
暮く

ら
し
つ
霞か
す
み

立た

つ
明あ

す日
の
春は
る
ひ日
を
い
か

に
暮く

ら
さ
む 

（
10
・
一
九
一
四
）

み
雪ゆ
き

降ふ

る
冬ふ
ゆ

は
今け

ふ日
の
み
鶯
う
ぐ
ひ
す

の
鳴な

か
む
春は
る

へ
は
明あ

す日
に
し
あ

る
ら
む 

（
20
・
四
四
八
八
）

山や
ま

の
狭か
ひ

そ
こ
と
も
見み

え
ず
一を

と
つ
ひ

昨
日
も
昨き

の
ふ日

も
今け

ふ日
も
雪ゆ
き

の
降ふ

れ

れ
ば 

（
17
・
三
九
二
四
）

一を
と
つ
ひ

昨
日
も
昨き

の
ふ日

も
今け

ふ日
も
見み

つ
れ
ど
も
明あ

す日
さ
へ
見み

ま
く
欲ほ

し

き
君き
み

か
も 

（
６
・
一
〇
一
四
）

第
一
は
「
昨
日
も
今
日
も
」
の
よ
う
に
並
列
の
関
係
に
あ
る
も
の
、

第
二
は
「
今
日
は
…
…
明
日
は
…
…
」
の
よ
う
に
対
比
の
関
係
に
あ

る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、「
昨
日
」「
今
日
」
と
用
い
る
場
合
に
は
前

者
の
傾
向
が
高
く
、「
今
日
」「
明
日
」
と
用
い
る
場
合
に
は
後
者
の

傾
向
が
高
い
。

当
該
歌
で
は
、
日
を
表
す
言
葉
を
並
べ
て
ど
の
よ
う
な
表
現
性
を
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獲
得
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。「
昨
日
」
と
「
今
日
」
は
並
列
の
関

係
に
、
そ
の
「
昨
日
」「
今
日
」
と
「
明
日
」
と
は
対
比
の
関
係
に

あ
る
。
但
し
こ
れ
ら
は
単
純
に
直
線
的
な
時
系
列
に
沿
っ
て
は
い
な

い
。「
明
日
よ
り
は
若
菜
摘
ま
む
」
と
い
う
部
分
に
は
既
に
未
来
が

想
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
明
日
よ
り
は
若
菜
摘
ま
む
」
と
考
え

て
い
る
の
は
過
去
①
の
中
の
「
標
め
」
を
し
て
い
る
現
在
①
で
あ
り
、

そ
の
現
在
①
が
「
明
日
」
と
い
う
未
来
①
を
意
志
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、「
雪
は
降
り
つ
つ
」
で
あ
る
の
は
、
過
去
①
と
は
異
な
る
「
昨

日
」
と
い
う
過
去
②
、
及
び
現
在
①
と
は
異
な
る
「
今
日
」
と
い
う

現
在
②
で
あ
る
。
こ
の
未
来
①
と
し
て
の
「
明
日
」
は
、
時
点
と
し

て
は
本
来
な
ら
過
去
①
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
叶
わ
ず
、
現
在
②
で

も
叶
わ
な
い
。
即
ち
、
未
来
①
は
、
時
点
と
し
て
で
は
な
く
、「
若
菜

を
摘
」
む
べ
き
筈
の
実
態
と
し
て
は
未
だ
に
到
来
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
、ま
さ
し
く
〈
未
だ
来
た
ら
ざ
る
〉
時
間
・
未
来
①
は
、

当
該
歌
が
詠
作
さ
れ
た
現
在
②
の
内
に
於
い
て
想
起
さ
れ
る
が
、
同

時
に
、
過
去
②
と
現
在
②
の
景
、
雪
の
降
り
続
け
て
い
る
所
の
時
間

的
延
長
を
孕
ん
だ
景
の
内
に
、
不
可
能
性
の
内
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
か
か
る
構
造
は
日
を
並
べ
た
他
の
歌
に
は
見
出
し
得
ず

（
当
該
歌
を
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
三
九
二
四
も
単
に
日
を
並
置
し
た
に
過
ぎ
な

い
）、
そ
れ
は
享
受
者
を
幻
惑
さ
え
し
た
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、「
明
日
」「
昨
日
」「
今
日
」
と
日
を
並
べ
る
の
が
技
巧
で
は

あ
る
と
し
て
も
、
且
つ
、
女
性
を
擬
装
し
て
詠
ま
れ
、
そ
の
点
で
何

程
か
虚
構
性
を
持
つ
と
し
て
も
、
第
四
句
の
「
今
日
」
は
当
該
歌
を

詠
作
披
露
し
た
時
点
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
実
際
に
雪
が
降
っ
て
い
る

と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
今
日
」
が
、
場
に
即
さ
な

い
＝
現
実
性
を
持
た
な
い
抽
象
的
な
一
般
名
詞
で
あ
る
と
は
考
え
難

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
Ｂ
で
「
か
く
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
て
眼
前
の
桜
を
詠
ん
だ
時
点
と
当
該
歌
が
詠
ま
れ
た
時

点
と
は
別
の
機
会
で
あ
っ
た
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
Ｃ
と
Ｄ
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
Ｃ
・
Ｄ
共
に
、
雪
の
景
を

詠
む
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
以
上
、
そ
の
時
点
が
極
め
て
近
し
か
っ

た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
出
来
無
い
。
例
え
ば
、
Ｃ
と
Ｄ
と
が
連
続

す
る
二
つ
の
日
に
詠
ま
れ
、
或
い
は
、
Ｃ
は
Ｄ
で
言
う
所
の
「
昨
日
」

に
詠
ま
れ
、
Ｄ
は
そ
の
「
昨
日
」
の
翌
日
の
「
今
日
」
に
詠
ま
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

「
標
め
」
と
は
、
占
有
の
印
と
し
て
或
る
土
地
に
縄
を
張
っ
た
り

木
を
立
て
た
り
す
る
こ
と
だ
が
、
当
該
歌
が
虚
構
性
を
持
つ
以
上
、

そ
れ
が
実
際
に
「
標
め
」
を
し
た
の
か
、
若
し
く
は
単
に
心
の
内
に

決
め
て
お
い
た
だ
け
な
の
か
と
問
う
こ
と
は
大
し
て
意
味
が
な
い
。

例
え
本
当
に
「
標
め
」
を
し
た
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
標
め
し
野
」

は
当
該
歌
が
詠
作
披
露
さ
れ
た
場
で
は
目
視
し
得
な
い
。
し
か
し
、

「
標
め
し
」
と
詠
む
こ
と
で
、
春
の
野
の
「
標
め
」
を
さ
さ
れ
た
区
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域
が
享
受
者
の
想
像
の
内
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。更
に
言
え
ば
、

「
標
め
」
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
人
間
的
な
意
志
が
付
着
し
た
物

象
で
あ
る
が
、
正
に
そ
れ
故
に
、
雪
の
降
り
し
き
る
中
の
「
標
め
」

と
そ
の
区
域
の
像
イ
メ
ー
ジ

に
は
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
な
寂
寥
感
さ
え
伴

う
。「
標
め
し
」
と
詠
む
意
味
を
、
か
か
る
情
感
を
喚
起
さ
せ
る
為

の
技
法
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
当
該
歌
群
を
一
首
ず
つ
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
の
四
首
に
共
通
す

る
表
現
上
の
特
徴
は
何
か
。
そ
れ
は
自
然
の
景
物
を
詠
む
際
に
何
ら

か
の
形
で
時
間
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
確

認
し
て
お
こ
う
。
Ａ
は
、「
春
の
野
に
す
み
れ
摘
」
み
に
来
た
こ
と
、

そ
の
「
野
を
な
つ
か
し
」
ん
だ
こ
と
、「
一
夜
寝
」
て
し
ま
っ
た
こ
と
、

こ
の
三
つ
の
行
為
が
時
間
的
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
Ｂ
は
、「
桜
花
」

が
「
日
並
べ
て
」
咲
き
続
け
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
Ｃ
は
、「
我

が
背
子
」
に
「
梅
の
花
」
を
見
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
過
去
と
、
そ

れ
を
見
せ
る
こ
と
が
出
来
無
い
程
に
雪
が
降
り
続
け
て
い
る
現
在
と

が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
Ｄ
で
は
、「
若
菜
摘
ま
む
と
標
め
し
」
た
過
去

と
雪
の
降
り
続
け
る
現
在
と
が
対
比
さ
れ
、
且
つ
交
錯
し
た
時
間
の

構
成
を
取
っ
て
い
る
。

か
か
る
表
現
性
は
当
該
歌
群
に
限
ら
ず
、
同
じ
巻
八
に
収
載
さ
れ

た
赤
人
の
他
の
歌
に
も
認
め
ら
れ
る
。

百く
だ
ら済
野の

の
萩は
ぎ

の
古ふ
る
え枝
に
春は
る

待ま

つ
と
居を

り
し
鴬
う
ぐ
ひ
す

鳴な

き
に
け
む
か

も 

（
８
・
一
四
三
一
）

恋こ
ひ

し
け
ば
形か
た
み見

に
せ
む
と
我わ

が
屋や

ど戸
に
植う

ゑ
し
藤ふ
ぢ

波な
み

今い
ま

咲さ

き
に

け
り 

（
８
・
一
四
七
一
）

一
四
三
一
は
、「
う
ぐ
ひ
す
」
は
鳴
い
た
だ
ろ
う
か
と
述
べ
、
そ
れ

が
確
か
な
現
在
の
状
況
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
想
像
の
鳴
き
声
の

内
に
は
「
古
枝
」
や
「
春
待
つ
と
居
り
し
」
と
い
う
よ
う
に
過
去
が

孕
ま
れ
て
い
る
。
上
で
も
一
度
引
い
た
一
四
七
一
は
構
造
的
に
も
Ｄ

と
等
し
い
。
両
者
、
過
去
の
或
る
時
点
に
於
け
る
意
志
（「
明
日
よ
り

は
若
菜
摘
ま
む
」・「
形
見
に
せ
む
」）
と
、
そ
の
意
志
に
由
来
す
る
行
為

（「
標
め
し
」・「
植
ゑ
し
」）
と
、
現
在
の
状
況
（「
今
日
も
雪
は
降
り
つ
つ
」

・「
今
咲
き
に
け
り
」）
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
は
、
清
水
克
彦
氏
が
「
赤
人
の

作
品
に
お
い
て
、
過
去
や
、
未
来
や
、
仮
想
の
場
で
述
べ
ら
れ
た
作

者
の
情
は
、
常
に
現
在
の
情
を
明
確
化
し
、
強
調
す
る
役
目
を
果

す）
19
（

」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
い
づ
れ
も
幅
を
持
っ
た
時
間
を
含
ま
せ

る
こ
と
で
作
中
時
間
の
現
在
を
前
景
化
せ
し
め
る
効
果
を
発
揮
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
の
が
赤
人
の
空
間
表
現
で
あ
る
。

田た

ご子
の
浦う
ら

ゆ
う
ち
出い

で
て
見み

れ
ば
真ま

白し
ろ

に
そ
富ふ

じ士
の
高た
か

嶺ね

に
雪ゆ
き
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は
降ふ

り
け
る 

（
３
・
三
一
八
）

若わ
か

の
浦う
ら

に
潮し
ほ

満み

ち
く
れ
ば
潟か
た

を
な
み
葦あ
し

辺へ

を
さ
し
て
鶴た
づ

鳴な

き
わ

た
る 

（
６
・
九
一
九
）

み
吉よ
し

野の

の
象き
さ
や
ま山
の
際ま

の
木こ
ぬ
れ末
に
は
こ
こ
だ
も
騒さ
わ

く
鳥と
り

の
声こ
ゑ

か
も

 

（
６
・
九
二
四
）

こ
れ
ら
は
、
特
に
近
代
以
降
赤
人
の
代
表
作
と
し
て
称
揚
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
い
づ
れ
も
遠
景
と
近
景
と
が
対
比
的
に
構
成

さ
れ
た
り
、
景
を
大
き
く
掴
ん
だ
後
に
焦
点
を
絞
っ
て
ゆ
く
等
、
遠

近
法
的
な
構
図
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
即
ち
、
か
か
る
遠

近
法
的
構
図
こ
そ
が
赤
人
的
「
叙
景
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
背
景
＝
地
と
焦
点
＝
図
と
い
う
図
式
は
、

過
去
／
未
来
／
想
像
の
時
間
＝
地
と
現
在
＝
図
と
い
う
時
間
表
現
と

も
重
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
〈
地
と
図
〉
と
い
う

形
式
は
空
間
描
写
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
つ
ま
り
構
図
と
し
て
の
み
で

は
な
く
時
間
表
現
に
も
関
わ
る
詩
的
構
想
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、

別
様
に
言
え
ば
、
赤
人
に
と
っ
て
の
構
図
と
は
空
間
の
み
な
ら
ず
時

間
に
も
相
渉
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
坂
本
信

幸
氏
は
、「
赤
人
の
時
間
は
設
定
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
」
と
し
、

赤
人
は
そ
の
時
そ
の
時
だ
け
の
切
れ
切
れ
の
時
間
の
中
で
は
叙

景
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
外
面
的
素
材
が
心
理
的
内
面
へ
様

式
化
す
る
に
は
（
空
間
が
内
面
空
間
と
し
て
成
り
立
つ
に
は
）
継
続

し
た
不
変
の
時
間
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い）
20
（

。

と
述
べ
る
。
優
れ
た
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、稿
者
と
し
て
は
、

赤
人
の
時
間
表
現
は
空
間
・
物
象
表
現
の
為
の
手
段
と
い
う
よ
り

も
、
寧
ろ
彼
の
精
神
の
基
底
的
な
部
分
に
淵
源
し
て
い
た
と
見
て
い

る
。鈴

木
日
出
男
氏
は
、
赤
人
の
歌
を
分
析
し
、「
叙
景
の
、
中
心
点
を

得
て
平
衡
感
覚
を
確
保
し
え
て
い
る
固
有
の
空
間
は
、
こ
の
皇
統
を

頂
点
と
す
る
律
令
体
制
の
理
想
世
界
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る）
21
（

」
と
結
論
づ
け
た
。
か
か
る
表
現
性
を
持
つ
歌
は
行
幸
従
駕
で

の
作
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
稿
者
は
、
そ
の
空
間
自
体
が
王
権
の
支

配
の
表
象
で
あ
っ
た
と
も
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
空
間
的
な
広
が
り

が
取
り
も
直
さ
ず
そ
の
ま
ま
天
皇
の
権
力
の
広
大
さ
を
表
す
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
赤
人
の
長
歌
は
時
間
も
含
む

が
、〈
春
・
秋
〉〈
朝
・
夕
〉
と
い
う
よ
う
に
対
句
で
以
て
表
現
さ
れ
、

そ
の
反
復
は
不
変
性
と
永
遠
性
と
を
意
味
し
、
王
権
の
無
窮
性
の
象

徴
と
な
っ
て
い
る
。
王
権
の
讃
美
を
主
題
と
し
た
行
幸
従
駕
歌
に
於

け
る
時
間
は
、
現
実
的
な
時
間
で
は
な
く
し
て
固
定
化
さ
れ
た
理
念

的
な
時
間
で
あ
る
。
長
歌
に
於
け
る
こ
の
理
念
的
な
時
間
が
具
体
的

に
述
べ
ら
れ
る
の
は
反
歌
に
於
い
て
で
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
、

反
歌
単
体
で
見
る
時
に
は
、
そ
の
空
間
の
中
で
流
れ
る
時
間
が
表
現

さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。但
し
そ
れ
は
、
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儀
礼
的
な
要
素
を
持
つ
長
歌
の
反
歌
の
み
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
巻
八
に
収
め
ら
れ
た
当
該
歌
群
を
含
む
六
首
の
歌
は
恐

ら
く
幾
分
私
的
な
場
で
の
作
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
も

ま
た
時
間
の
構
成
意
識
が
浸
透
し
た
作
で
は
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る

以
上
、
赤
人
の
時
間
表
現
は
、
歌
を
詠
作
披
露
す
る
場
が
公
的
で
あ

る
と
私
的
で
あ
る
と
に
左
右
さ
れ
な
い
、
彼
の
特
質
の
一
つ
、
即
ち

作
歌
精
神
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
か
か
る
作
歌
精
神
は
果
た
し
て
何
に
由
来
し
て
い
た

の
で
あ
る
か
。
稿
者
は
当
時
の
時
代
情
況
を
考
え
て
い
る
。
金
井
清

一
氏
は
、
赤
人
の
現
実
受
容
・
調
和
志
向
に
就
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。自

然
は
赤
人
に
と
っ
て
、
世
界
と
い
う
現
実
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
か
か
る
現
実
を
赤
人
は
愛
し
、受
容
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

押
し
て
言
う
な
ら
ば
赤
人
は
律
令
的
秩
序
を
美
と
見
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
機
能
す
る
時
代
の
現
実
に
赤
人
は
充
実

を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
感
覚
が
現
実
へ
の
調
和
を
志

向
さ
せ
、
調
和
に
満
ち
た
現
実
と
し
て
自
然
を
選
ば
せ
歌
わ
せ

た
の
で
あ
る）
22
（

。

赤
人
が
行
幸
に
従
駕
し
て
讃
歌
を
献
じ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
元

明
・
元
正
を
経
て
待
望
の
男
帝
が
即
位
し
た
頃
で
あ
っ
た
。
赤
人
の

讃
歌
の
最
も
早
い
時
期
の
作
は
神
亀
元
年
の
紀
伊
国
行
幸
従
駕
歌

（
６
・
九
一
七
〜
九
一
九
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
既
に
官
人
と
し

て
出
仕
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
赤
人
は
、
当
時
の
昂
揚
す
る
雰
囲
気
を

肌
で
感
じ
取
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
時
期
は
や
や
遅
れ
る
が
、
天

平
六
年
の
、

御み

民た
み

我わ
れ

生い

け
る
験し
る
し

あ
り
天あ
め

地つ
ち

の
栄さ
か

ゆ
る
時と
き

に
逢あ

へ
ら
く
思お
も

へ

ば 

（
６
・
九
九
六
）

の
歌
に
て
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
は
、
特
に
こ
の
頃
の
官
人
全

般
に
共
通
し
て
い
た
感
覚
で
は
な
か
っ
た
か
。
か
か
る
時
勢
に
あ
っ

て
は
、
時
間
は
現
在
に
至
る
為
に
流
れ
来
た
っ
た
、
時
間
は
現
在
と

い
う
最
高
の
瞬
間
の
為
に
発
展
し
来
た
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い

う
意
識
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
言
え
ば
、
下
級
官
人
で
し
か
な

か
っ
た
赤
人
個
人
に
と
っ
て
も
、
行
幸
に
供
奉
し
て
讃
歌
を
献
じ
る

こ
と
自
体
、
極
め
て
晴
れ
が
ま
し
く
、
誇
る
に
足
る
体
験
で
あ
っ
た

ろ
う）
23
（

。
即
ち
、
赤
人
に
と
っ
て
時
間
は
予
定
調
和
的
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
過
去
と
現
在
と
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
過
去
は

望
ま
し
い
現
在
に
至
る
為
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
間
意
識
、
言

う
な
ら
ば
上
昇
史
観
が
彼
の
作
歌
精
神
の
根
底
に
存
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
赤
人
の
時
間
表
現
を
精
緻
に
分
析
し
た
粂
川

光
樹
氏
が
、
赤
人
の
「「
現
在
」
は
、
過
去
や
未
来
に
対
し
て
逆
説

的
に
接
合
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
ほ
と
ん
ど
が
（
意
味
上
）
順
接
的
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で
あ
る
」「
そ
の
「
現
在
」
の
前
に
い
わ
ば
序
曲
と
し
て
の
時
間
（「
過

去
」
と
い
う
よ
り
は
、
先
行
す
る
「
現
在
」）
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
多

い）
24
（

」
と
整
理
し
た
内
容
も
そ
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
現
在
（
図
）

の
充
実
は
過
去
（
地
）
を
背
景
に
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
明
ら
か

に
さ
れ
る
、
そ
う
し
て
、
か
か
る
時
間
意
識
が
表
現
手
法
と
し
て
一

旦
抽
象
さ
れ
、
空
間
表
現
に
結
実
し
た
の
が
、
彼
の
「
叙
景
性
」
で

あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
何
と
な
れ
ば
、
赤
人
の
「
叙
景
」
は

一
つ
の
景
を
描
出
す
る
為
に
〈
地
と
図
〉
と
い
う
構
図
を
用
意
す
る

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

六
最
後
に
、
当
該
歌
群
が
構
成
を
持
つ
か
否
か
に
就
い
て
の
考
察
を

行
っ
て
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ａ
と
Ｂ
と
は
、
春
の
景
に
対
す
る
賛
嘆
の
念
を
表
裏
両
様
に
詠
ん

だ
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
Ｃ
・
Ｄ
は
共
に
雪
の
降
る
早
春
に
て
詠
ま

れ
、
Ａ
・
Ｂ
と
は
時
間
的
な
間
隔
が
あ
り
、
且
つ
そ
れ
は
配
列
上
季

節
の
推
移
と
逆
行
し
て
い
る
。
又
、
Ｂ
で
「
か
く
」
と
詠
ん
で
い
る

以
上
、
同
じ
場
で
唐
突
に
雪
の
景
を
詠
む
と
も
考
え
難
い
。
加
え
て

Ｃ
は
閨
怨
詩
に
則
っ
た
歌
で
あ
っ
た
が
、
他
の
三
首
に
は
か
か
る
趣

向
は
見
出
し
得
な
い
。
Ｃ
と
Ｄ
と
の
共
通
点
は
降
雪
の
み
で
あ
り
、

Ｃ
に
認
め
ら
れ
た
相
聞
の
情
は
Ｄ
に
は
見
出
し
難
く
、
共
通
す
る
語

句
も
無
い
。
Ａ
と
Ｄ
と
は
春
の
若
菜
摘
み
に
て
共
通
す
る
が
、
Ａ
が

「
す
み
れ
」
と
し
て
い
る
点
で
微
妙
な
齟
齬
を
持
つ
。

当
該
歌
群
か
ら
三
首
隔
た
っ
た
場
所
に
、
歌
数
以
外
の
題
詞
が
等

し
い
「
山
部
宿
禰
赤
人
の
歌
一
首
」（
８
・
一
四
三
一
）
が
置
か
れ
て

い
る
。
巻
八
の
編
者
―
―
家
持
か
―
―
が
、
憶
良
の
七
夕
の
歌
（
８

・
一
五
一
八
〜
一
五
二
六
）
を
、
四
度
の
異
な
る
時
点
に
詠
ま
れ
た
に

も
関
わ
ら
ず
「
山
上
臣
憶
良
の
七
夕
の
歌
十
二
首
」
と
一
括
し
て
掲

載
し
て
い
る
事
例
は
、
当
該
歌
群
と
一
四
三
一
と
を
も
同
じ
く
纏
め

る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
想
定
を
可
能
に
す
る
。
又
、
Ａ
・
Ｂ
と
Ｃ

・
Ｄ
と
は
季
節
の
推
移
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
敢
え
て
こ
の
よ
う

な
配
列
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
当
該
歌
群
が
何
等
か
の
構
成
意

識
に
基
づ
い
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
配
列
意
図
は
何
で
あ
っ
た
か
と
言
う
に
、
男
女
の
唱

和
を
構
想
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
当
該
歌
群
を
純
粋
に
自
然
詠

の
歌
と
捉
え
た
な
ら
、
季
節
の
推
移
か
ら
す
れ
ば
Ｃ
・
Ｄ
が
先
に
な

る
が
、
Ａ
・
Ｂ
が
男
性
の
立
場
か
ら
の
歌
で
あ
り
、
Ｃ
・
Ｄ
が
女
性

の
立
場
か
ら
の
歌
で
あ
る
以
上
、
必
然
的
に
Ａ
・
Ｂ
が
先
に
配
置
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
実
際
に
赤
人
が
男
女
の
唱
和
を
意
図
し
て

当
該
歌
群
を
詠
作
し
た
な
ら
ば
同
じ
歌
材
を
用
い
た
筈
で
あ
る
。
し

か
し
、
Ａ
と
Ｄ
、
Ｂ
と
Ｃ
と
で
採
り
上
げ
た
歌
材
は
類
似
し
て
い
る

と
は
言
え
、
微
妙
に
異
な
り
、
時
点
に
於
い
て
も
異
な
っ
て
い
る
。
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以
上
を
勘
案
す
る
に
、
こ
れ
ら
は
赤
人
の
構
成
で
は
な
く
、
巻
八

の
編
者
が
赤
人
の
作
か
ら
四
首
を
選
び
配
列
し
た
と
判
断
さ
れ
る
。

纏
め
る
と
、
元
来
は
Ａ
・
Ｂ
が
一
対
の
歌
と
し
て
、
又
、
或
い
は
同

一
の
原
資
料
内
に
Ｃ
、
Ｄ
が
別
個
に
収
め
ら
れ
て
い
た
、
そ
う
し
て

編
者
が
こ
れ
ら
を
目
に
し
た
時
、
こ
の
四
首
を
季
節
の
推
移
順
に
並

べ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
に
滲
む
相
聞
的
情
調
と
歌
材
の
類
似
性

の
故
に
、
春
の
景
に
関
わ
る
男
女
唱
和
の
構
成
を
持
つ
歌
群
と
し
て

配
列
し
た
―
―
そ
れ
が
当
該
歌
群
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
参
考
と
な
る
の
が
、
秋
雑
歌
に
収
め
ら
れ
て
い
る
一
五
一
三

〜
一
五
一
五
で
あ
る
。

今け

さ朝
の
朝あ
さ
け
か
り

明
雁
が
音ね

き聞
き
つ
春か
す
が日

山や
ま

黄も

葉み

ち
に
け
ら
し
我あ

が

心こ
こ
ろ

痛い
た

し 
（
８
・
一
五
一
三
）

秋あ
き
は
ぎ萩

は
咲さ

く
べ
く
あ
る
ら
し
我わ

が
屋や

ど戸
の
浅あ
さ
ぢ茅

が
花は
な

の
散ち

り
ぬ

る
見み

れ
ば 

（
８
・
一
五
一
四
）

言こ
と
し
げ繁
き
里さ
と

に
住す

ま
ず
は
今け

朝さ

鳴な

き
し
雁か
り

に
副た
ぐ

ひ
て
行ゆ

か
ま
し
も

の
を 

（
８
・
一
五
一
五
）

前
二
首
は
穂
積
皇
子
の
歌
、
後
一
首
は
但
馬
皇
女
の
歌
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
二
人
の
唱
和
で
は
な
い
（
も
し
唱
和
で
あ
っ
た
な
ら
相
聞
の

部
に
入
れ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
）。
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
配
列
に
は
二

人
の
唱
和
を
享
受
者
に
想
像
さ
せ
よ
う
と
す
る
編
者
の
意
図
が
満
ち

て
い
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
と
同
じ
意
図
を
以
て
当
該
歌
群
は

配
列
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
注
】

（
1
）『
万
葉
集
』
の
本
文
は
多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解
』
に
拠
っ
た
。

（
2
）
清
水
克
彦
「
赤
人
の
春
雑
歌
四
首
に
つ
い
て
」『
万
葉
論
集 

第
二
』
一

九
八
〇　

桜
楓
社

（
3
）
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
』
四　

一
九
九
六　

集
英
社

（
4
）
桜
井
満
『
万
葉
集
の
風
土
』
一
九
七
七　

講
談
社
。
な
お
、
こ
の
四

首
が
女
性
の
立
場
か
ら
の
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
清
水
氏

も
（
２
）
の
論
文
に
て
そ
の
可
能
性
を
提
示
し
て
は
い
る
。 

（
5
）
平
舘
英
子
「
野
山
と
苑
―
―
赤
人
―
―
」『
萬
葉
歌
の
主
題
と
意
匠
』

一
九
九
八　

塙
書
房

（
6
）
井
手
至
『
万
葉
集
全
注
』
巻
八　

一
九
九
三　

有
斐
閣　

（
7
）
井
上
さ
や
か
「
季
節
意
識
の
発
現
―
―
春
雑
歌
四
首
―
―
」『
山
部
赤

人
と
叙
景
』
二
〇
一
〇　

新
典
社

（
8
）
紙
幅
の
都
合
上
、
歌
番
号
の
み
を
掲
げ
る
。
１
・
一
、
２
・
二
二
一
、

８
・
一
四
二
一
、
８
・
一
四
二
四
、
８
・
一
四
二
七
、
８
・
一
四
四
二
、

10
・
一
八
三
九
、
10
・
一
八
七
九
、
10
・
一
九
一
九
、
11
・
二
七
六
〇
、

17
・
三
九
六
九
、
17
・
三
九
七
三
、
20
・
四
四
五
五
、
20
・
四
四
五
六
。

（
9
）
古
橋
信
孝
氏
に
拠
れ
ば
、
古
代
に
於
い
て
は
恋
は
訪
れ
る
神
と
迎
え
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る
神
女
の
関
係
に
見
立
て
ら
れ
て
い
た
。
又
、「
野
」
と
い
う
場
所
も
、

不
可
思
議
な
出
逢
い
が
起
こ
る
特
殊
な
空
間
で
あ
っ
た
（『
万
葉
歌
の

成
立
』
一
九
九
三　

講
談
社
、『
古
代
の
恋
愛
生
活
』
一
九
八
七　

日

本
放
送
出
版
協
会
）。

（
10
）
岡
田
喜
久
男
「
山
部
赤
人
論
（
二
）
―
―
「
赤
人
の
歌
四
首
」
に
つ

い
て
―
―
」『
日
本
文
学
研
究
（
梅
光
女
学
院
大
）』
第
十
六
号　

一

九
八
〇

（
11
）
近
藤
信
義
「
歌
人
論
―
―
赤
人
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」『
国
文
学　

解
釈

と
鑑
賞
』
四
十
六
巻
九
号　

一
九
八
一　

至
文
堂

（
12
）
呉
哲
男
「
庭
園
の
詩
学
」『
古
代
言
語
探
究
』
一
九
九
二　

五
柳
書
院
。

な
お
、森
朝
男
氏
は
当
該
歌
に
就
い
て「
花
を
女
の
よ
う
に
詠
ん
だ（
花

を
女
に
譬
え
た
）
歌
と
見
る
べ
き
だ
」
と
述
べ
た
が
（
森
朝
男
「
す

み
れ
と
寝
る
男
」『
心
の
花
』
一
二
六
五
号　

二
〇
〇
四
）、
そ
の
見

解
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
の
「
風
流
」
の
概
念
に
は
、
例
え
ば
巻
二
の

石
川
女
郎
と
大
伴
田
主
の
風
流
問
答
（
２
・
一
二
六
〜
一
二
八
）
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
男
女
関
係
の
あ
り
方
に
就
い
て
の
観
念
も
揺
曳
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
13
）
梶
川
信
行
氏
は
、
赤
人
の
、
宴
席
等
の
場
で
座
を
盛
り
上
げ
る
為
の

歌
の
詠
作
披
露
を
〈
芸
〉
と
捉
え
た
が
（『
万
葉
史
の
論　

山
部
赤
人
』

一
九
九
七　

翰
林
書
房
）、
本
稿
は
こ
の
見
解
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受

け
た
。

（
14
）
一
四
七
一
の
「
恋
」
の
対
象
は
、
前
後
の
配
列
か
ら
考
え
て
「
ほ
と

と
ぎ
す
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
15
）
多
田
一
臣
「〈
お
も
ひ
〉
と
〈
こ
ひ
〉
と
」『
万
葉
歌
の
表
現
』
一
九

九
一　

明
治
書
院

（
16
）
当
該
二
首
は
、
広
瀬
本
・
紀
州
本
で
は
Ｂ
・
Ａ
の
順
で
載
せ
ら
れ
て

お
り
、
原
配
列
の
姿
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
が
、
叙
上
か
ら
元
来

も
Ａ
・
Ｂ
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
お
く
。

（
17
）
金
井
清
一
「
赤
人
の
心
と
表
現
」
小
島
憲
之
編
『
万
葉
集
研
究
』
第

十
四
集　

一
九
八
六　

塙
書
房

（
18
）
森
朝
男
「
古
代
貴
族
生
活
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
」『
恋
と
禁
忌
の
古
代

文
芸
史
』
二
〇
〇
二　

若
草
書
房

（
19
）
清
水
克
彦
「
赤
人
作
歌
の
和
歌
史
的
位
置
」『
万
葉
』
一
三
四
号　

一

九
八
九

（
20
）
坂
本
信
幸
「
時
間
・
空
間
・
山
部
赤
人
」『
国
文
学
』
二
十
八
巻
七
号

　

一
九
八
三　

学
燈
社

（
21
）
鈴
木
日
出
男
「
赤
人
の
叙
景
の
構
図
」『
古
代
和
歌
史
論
』
一
九
九
〇

　

東
京
大
学
出
版
会

（
22
）
金
井
前
掲
論
文

（
23
）
五
味
智
英
「
赤
人
に
お
け
る
頓
挫
と
整
斉
」『
万
葉
集
の
作
家
と
作
品
』

一
九
八
三　

岩
波
書
店

（
24
）
粂
川
光
樹
「
山
部
赤
人
の
時
間
」『
上
代
日
本
の
文
学
と
時
間
』
二
〇
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〇
七　

笠
間
書
院


